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五
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文

堂

A
5
版
五
二
五
五
㌧

一
三
〇
〇
聞

近
頃
の
よ
う
に
新
し
い
研
究
の
通
読
に
お
い
ま
わ
さ
れ
て
い
る
と
'
特
別
な

も
の
以
外
は
じ
っ
く
り
読
み
な
お
す
暇
が
な
い
｡
し
か
し
個
々
の
研
究
は
い
ず

れ
も
な
み
な
み
な
ら
ぬ
蓄
積
と
努
力
が
そ
1

ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て'

1
ペ
ん
の
通
責
で
底
ま
で
謹
み
と
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
｡
そ
の
意
味
で
敵
襲

表
の
論
文
が
こ
ゝ
に

1
筋
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
､
古
薙
記
を
ひ
っ

ぼ
り
だ
す
手
間
が
省
け
る
と
S,ぅ
以
上
の
意
義
が
あ
る
｡
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
O

こ
ゝ
に
収
め
ら
れ
た
過
去
二
十
年
に
わ
た
る
研
究
は
'
あ
る
も
の
は
大
は
ば
に
'

あ
る
も
の
は
欝
稿
を
そ
の
ま
ゝ

生
か
し
な
が
ら
補
輩
改
訂
さ
れ
た
の
だ
が
'
こ

れ
を

一
筋
の
書
物
と
し
て
再
讃
し
て
み
る
と
'
著
者
掲
臼
の
研
究
態
度
や
鰹
系

的
な
構
層
が
明
瞭
に
浮
び
上
っ
て
く
る
L
t
ま
た
こ
の
間
の
畢
界
の
進
歩
の
あ

と
や
'
あ
と
が
き
に
も
あ
る
よ
う
に
'
は
げ
し
か
っ
た
二
十
年
に
わ
た
る
日
本

人
の
生
活
の
故
も
す
み
す
み
に
う
か
が
わ
れ
る
｡
少
し
誇
張
し
て
い
え
ば
'
こ

の
書
物
は
人
間
的
に
も
著
者
そ
の
も
の
と
い
っ
た
感
が
す
乳
の
で
あ
る
O

し
か
し
論
文
集
が
こ
の
よ
う
な
感
銘
を
輿
え
る
た
め
に
は
'
ま
す
歴
史
の
追

究
を
支
え
る
問
題
意
識
が
'

1
箕
さ
れ
襲
展
さ
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

セ
ン
サ
ク
趣
味
や
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
態
度
か
ら
生
れ
た
論
文
集
は
'
畢
蔦
寄

木
細
工
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
｡
問
短
意
識
が
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
か
'
ま
た
そ

れ
が
論
文
の
上
に
ナ
マ
の
形
で
で
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
そ
れ
は
い

つ
も
わ
れ
わ
れ
が
現
賓
に
直
面
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
き
て
お
り
'
そ
し
て

た
え
ず
拳
展
す
る
拳
闘
の
鰹
系
を
い
ち
ば
ん
奥
深
い
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
る
は

ず
の
も
の
だ
｡
そ
れ
で
は
著
者
の
業
横
を
支
え
'
こ
の
事
の
全
篇
を
貫
S.て
い

る
も
の
は

1
体
な
ん
だ
ろ
う
か
.

1
言
で
い
う
な
ら
ば
'
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー

マ
ン

な
も
の
の
あ
-
な
き
追
究
だ
､
そ
し
て
こ
れ
が
著
者
の
わ
れ
わ
れ
を
惹
き
つ
け

て
や
ま
ぬ
も
の
だ
t
と
わ
た
し
は
思
う
｡
第

1
章

｢東
洋
中
世
史
の
領
域
｣
の

冒
頭
に
は
'
｢現
代
人
は
現
代
の
世
界
が
二

つ
の
韓
換
期
に
の
ぞ
ん
で
い
る
こ

と
を
溌
く
さ
と
ろ
う
と
し
て
S,ち
.
そ
れ
を
人
々
は
'
原
子
力
の
利
用
法
が
豪

見
さ
れ
た
と
い
う
事
件
に
よ
っ
て
'
い
～

現
わ
そ
う
と
し
て
い
る
｣
と
い
う

7

節
が
あ
る
o
歴
史
翠
は
危
機
の
草
間
だ
と
い
わ
れ
る
が
'
輯
換
期
に
立
っ
た
人

間
は
'
未
来
の
人
間
性
に
み
ち
た
生
へ
希
望
を
も
や
す
と
と
も
に
'
白
分
が
過

去
に
ふ
か
く
つ
な
が
っ
て
S.る
こ
と
を
自
覚
し
て
歴
史
に
眼
を
む
け
る
O
著
者

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
か
か
る
場
に
立
っ
て
歴
史
の
追
究
に
そ
ゝ

溺
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
｡
な
お
第

一
章
で
展
開
さ
れ
た
西
洋
的
近
代
世
界
の
危
機

･
没

落
と
そ
の
超
克
の
意
識
は
'
こ
の
論
文
の
掲
載
さ
れ
た

｢東
光
｣
第
二
鏡
が
戦

●

後
の
み
じ
め
な
混
乱
期
の
さ
中

(昭
和
二
十
二
年
五
月
)
に
だ
さ
れ
た
こ

と
'

そ
し
て
東
光
第

1
親
の
巻
頭
言
や
'
第
二
境
の
平
岡
武
夫
氏
の
論
文
'
あ
る
い

は
第
三
･
四
既
の
桑
原
武
夫
氏
と
平
岡
氏
の
往
復
書
簡
な
ど
に
み
ら
れ
る
基
調

と
も
深
-
つ
な
が
っ
て
3,る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
危
機
と
超
克
の
舌
鼓
は
､

昔
時
の
東
洋
聾
者
の
パ
ッ
y
ヨ
ソ
を
か
き
た
て
'

古
い
東
洋
的
世
界
の
新
た
な

認
識
へ
と
立
ち
む
か
わ
せ
た
o
こ
ゝ
に

は
東
洋
拳
の
新
し
い
糞
尿
の
芽
が
ふ
き

だ
し
て
S.て
'
そ
れ
が
著
者
に
か
い
て
は
'
著
者
自
身
が
つ
ち
か
わ
れ
た
内
藤

史
拳
に
封
す
る
t
と
-
に
東
洋
史
時
代
高
倉
を
通
じ
て
の
批
判
と
深
化
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
ヰ
い
る
よ
う
に
患
え
る
o
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こ
の
よ
う
な
硯
鮎
か
ら
'
第

l
章
に
展
開
さ
れ
た
著
者
の
大
き
な
構
想
に
つ

い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
｡
こ
の
章
は
'
秦
漢
時
代
を
古
代
の
完
成
-

中
世
の
テ
ー

ゼ
'
大
朝
時
代
を
反
テ
ー
ゼ
､
惰
唐
時
代
を
シ
ソ
テ
ー
ゼ
と
す
る
中
世
史
の
領

域
を
設
定
し
'
内
藤
博
士
の
虞
い
意
味
に
お
け
る
申
国
文
化
軍
展
の
歴
史
と
い

う
東
洋
史
の
定
義
を
首
肯
し
っ
っ
'
あ
3,ま
い
な
過
渡
期
の
概
念
を
整
理
し
､

中
国
文
化
の
側
か
ら
の
み
と
ら
え
ら
れ
た
外
民
族
と
の
関
係
を
ふ
か
め
て
み
な

か
L
t
こ
の
定
義
と
時
代
直
分
の
深
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ

の
深
化
は
二

つ
の
完
結

(そ
れ
は
｢人
格
｣
に
此
す
べ
き

｢時
代
柊
｣
と
い
ぅ

言
葉
で
と
ら
え
ら
れ
る
)
は
同
時
に
次
の
考
展
を
ふ
く
む
と
い
う
'
著
者
の
群

欝
法
に
よ
る
東
洋
史
の
車
展
史
範
に
も
と
す
い

てい
る
｡
著
者
に
よ
れ
ば
秦
漠

ヽ
ヽ
ヽ

時
代
の
個
性
-
時
代
格
は
政
治
性
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
.
し
か
し
そ
れ

は
単
に
政
治
の
優
越
性
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
'
家
族
倫
理
を
中
心
と
し
た

民
の
生
活
に
も
と
ナ
-
モ
ラ
ル
が
'
儒
聾
と
い
う
醍
系
を
と
お
し
て
'
天
子
に

襲
す
る
一
元
的
な
法
家
的
政
治
力
に
は
た
ら
き
か
け
'
儒
家
的
-
法
家
的
政
治

と
し
て
完
成
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
.
と
こ
ろ
が
こ

の
完
成
は
'
内
面
に
お
け

る
モ
ラ
ル
と
文
化
の
硬
化

･
形
式
化
を
も
た
ら
し
た
｡
政
治
は
豪
族
の
草
間
と

化
し
た
儒
聾
を
と
お
し

て豪
族
の
手
に
う
つ
っ
て
ゆ
き
'
政
治
も
民
も
か
れ
ら

の
手
で
分
割
さ
れ
た
｡
か
く
て
秦
漢
時
代
を
つ
う
じ
て
襲
展
し
て
き
た
こ
の
動

き
は
､
大
朝
時
代
に
完
成
を
み
る
｡
す
な
わ
ち
豪
族
の
自
立
自
存
性
'
経
済
の

孤
立
と
地
方
化
'
個
人
的
創
造
性
に
み
ち
た
文
化

･
垂
術
な
ど
に
表
現
さ
れ
た

ヽ
ヽ
ヽ

こ
の
時
代
の
時
代
格
は
'
生
気
あ
る
自
律
性
と
3,ぅ

一
語
に
つ
き
る
｡
つ
ま
り

専
制
融
合
の
中
に
い
き
ナ
-
民

･
豪
族
の
生
活
と
モ
ラ
ル
'
そ
こ

に
あ
ら
わ
れ

る
ヒ
ュ
ー

マ
ン
な
も
の
と
'＼
そ
の
歴
史
的
な
す
か
た
の
探
究
'
こ
れ
が
著
者
の

敢
角
で
あ
り
'
こ
の
基
調
は
全
篇
を
貫
く
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
3,と
思
わ
れ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

こ

ゝ
に
東
洋
史
を
廉
い
意
味
で
の
中
国
文
化
重
賞
の
歴
史
と
す
る
内
藤
博
士
の

定
義
を
肯
定
す
る
著
者
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
こ
の

｢鹿
い
意

味
｣
と
い
う
言
葉
が
'
新
し
い
補
輩
に
よ
っ

て'
そ
れ
は
文
化
の
襲
畏
と
そ
の

基
礎
た
る
証
合
経
済
の
襲
展
の
相
互
の
は
た
ら
き
か
け
を
贋
く
ふ
く
め
た
も
の

で
'
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
の
不
断
の
た
た
か
い
の
過
程
に
生
み
だ
さ
れ

て

き
た
も
の
だ
t
と
定
着
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
眼
を
惹
く
｡

こ
の
時
代
置
分
論
に
封
す
る
批
判
は
'
前
田
直
典
氏
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
き
た
か
ら
'
く
わ
し
く
は
の
べ
な
い
.
た
だ
'
歴
史
の
蒙
畏
と
は
'
何
が
ど

の
よ
う
に
襲
畏
す
る
の
か
'
そ
の
襲
展
を
う
み
だ
す
カ
は
基
本
的
に
は
ど
こ
か

ら
生
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
鮎
か
ら
'
著
者
の
東
洋
古
代

･
中
世
史
の
把
達
が

●

も
う

一
皮
検
討
さ
れ
て
よ
い
と
感
じ
た
こ
と
は
ふ
れ
て
お
き
た
3.0
端
的
に
い

え
ば
'
ヒ
ュ
ー

マ
ン
な
も
の
の
歴
史
的
な
在
り
方
を
'

1
鰹
と
の
硯
角
か
ら
と

ら
え
た
ら
'
歴
史
は
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
に
い
き
い
き
と
語
-
か
け
る
か
t
と
い

う
こ
と
で
あ
る
.
古
い
東
洋
的
世
界
は
西
洋
近
代
世
界
の
中
に
解
捜
し
て
ゆ
き
'

そ
の
西
洋
近
代
世
界
も
い
ま
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
t
と
著
者
は
言
う
｡
そ

れ
で
は
古
代
か
ら
襲
畏
し

てき
た
東
洋
の
世
界
は
'
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に

進
行
し
て
い
る
ア
ジ
ア
の
新
し
S,襲
尿
と
ど
う
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ

れ
は
解
鰹
か
ら
元
生
し
て
き
た

｢国
民
｣
の
歴
史
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
る
べ

き
も
の
な
の
か
.
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
東
洋
史
の
研
究
の

｢未
来
に
の
ぞ
む

立
場
｣
は
ど
う
な
る
の
か
｡
さ
き
に
ふ
れ
た
戦
後
の

｢東
光
｣
に
お
け
る
近
代

超
克
論
も
S.ま
み
る
と
'
近
代
の
否
定
が
古
典
シ
ナ
の
探
究
に
む
か
う
と
き
'

そ
こ
に
何
か
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
え

てな
ら
な
い
?

わ
た
し
が
と
く
に
こ
の

報
に
注
意
し
て
著
者
の
見
解
を
き
ゝ

た
い
と
思
う
の
は
'
著
者
の
歴
史
抱
起
と

立
場
が
こ
ゝ

に
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
.

×

×

×

×
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き
て
本
書
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
(
カ

ツ
コ
内
は
雫
稿
の
襲
表
年
)｡

第

一
章

東
洋
中
世
史
の
領
域

第

二

葦

第

三

章

第

四

章

第

五

章

第

六

章

第

七

章

第

八

章

第

九

葺

第

十

章

第
十

一
章

第
十
二
葦

こ
の
う
ち

一
古
代
帝
国
史
概
論

西
漠
時
代
の
都
市

西
漢
の
首
都
長
安

史
記
貨
殖
列
俸
研
究

静
漢
志
膏
官
受
挙
例
考

蹟
漠
志
育
官
受
奉
例
考
再
論

漢
代
蒼
再
考

僅
約
研
究

劉
秀
と
南
陽

漢
代
に
お
け
る
家
と
豪
族

世
説
新
語
の
時
代

'
二
葦
は
い
う
ま
で
も
な
く
緒
論
に
あ
た
り
'

(
一
九
四
七
)

(
一
九
四

7
)

(
1
九
五
〇
)

(
1
九
五
一
)

(
1
九
四
九
)

(
一
九
四
〇
)

(
1
九
五

1
)

(
一
九
三
五
)

(
1
九
五
三
)

(
一
九
五
三
)

(
一
九
三
九
)

(
一
九
三
九
)

三
葦
以
下
は
各

論
で
あ
る
.
各
論
の
1
々
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
紙
幅
が
足
り
ぬ
の
で
'

簡
単
に
紹
介
し
て
い
こ
う
｡
≡
章
以
下
は

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
大
鰹
四
の

グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
｡
ま
至

ニ
'
四
㌧
五
葦
は
'
完
成
さ
れ
ゆ
く
古
代
帝

国
の
経
済
的
側
面
'
と
く
に
社
合
的

･
地
域
的
分
業
と
葦
北
を
中
心
と
し
た
五

大
な
流
通
圏
=

世
界
経
済
圏
の
形
成
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
う
ち
三

茸
は
牧
野
巽
氏
の
研
究
を
う
け
て
書
か
れ
'
こ
の
経
済
圏
に
お
け
る
流
通
と
企

業
を
都
市
の
宴
態
を
中
心
に
解
明
し
'
望
早
は
硯
報
を
長
安
に
し
ぼ
っ
て
､
そ

の
貿
態
と
性
格
を
究
明
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
長
安
は
大
帝
国
の
首
都
た
る

に
ふ
さ
わ
し
い
世
界
的
な
都
市
で
あ
り
､
大
洗
通
園
の
1
の
中
心
で
あ
っ
た
が
'

そ
れ
と
同
時
に
'
｢戟
念
的
な
考
工
記
式
ア
イ
デ
ア
に

1
致
し
な
3,｣
都
市
で
も

あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
儒
拳
が
豪
族
の
草
間
と
な
り
'
法
家
的
-

儒
家
的
政
治
が

完
成
さ
れ
た
後
漠
時
代
の
聾
者
班
国
か
ら
み
れ
ば
'
｢
不
徳
な
政
治
的
軍
事
的

に
し
て
か
つ
世
俗
的
な
都
｣
で
あ
り
'
秦
帝
国
の
停
銃
が
い
き
の
こ
っ
て
い
る

法
家
的
現
聾
主
義
'
貿
務
的
精
両
の
表
現
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
に
ま
た
武
帝
の

時
代
を
境
と
し
て
'
リ
ア
ル
で
自
由
な
商
人
の
世
界
が
襲
え

てゆ
く
と
と
も
に
､

｢欲
望
と
暴
力
と
貧
乏
と
罪
悪
の
う
ず
ま
-
都
市
｣
と
し
て
生
命
を
か
ら
し
て

い
っ
た
O
そ
こ
で
五
章
は
こ
の
生
気

ハ
ツ
ラ
ツ
た
る
西
漠
初
期
ま
で
の
商
人
の

世
界
を
,
史
記
に
み
え
る
司
馬
遷
の
思
想
と
経
済
拳
の
中
に
み
た
も
の
で
あ
る
｡

司
馬
遷
の
リ
ア
ル
で
自
由
で
人
間
性
に
あ
ふ
れ
た
思
想
は
'
こ
の
商
人
世
界
か

ら
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
'
か
れ
は
商
業
の
社
食
的

･
道
穂
的
限
界

性
を
み
と
め
つ
つ
も
､
こ
の
商
人
世
界
を
政
治
か
ら
塙
立
し
て
侵
さ
れ
て
は
な

ら
ぬ
世
界
と
し
て
強
-
肯
定
し
た
｡
同
じ
世
界
か
ら
出
な
が
ら
政
治
の
優
越
を

主
張
す
る
桑
弘
芋
に
封
す
る
批
判
が
こ
ゝ

か
ら
生
れ
て
く
る
L
t
土
く
さ
い
農

村
に
足
場
を
お
-
階
級
的
な
腎
艮
文
拳
の
重
轟
主
義
と
の
相
違
も
み
ら
れ
る
.

司
薦
遷
は
ほ
ろ
ぴ
ゆ
く
世
界
の
最
後
の
輝
き
肇
試
し
た
の
で
あ
り
'
史
記
と
漢

書
の
ち
が
わ
は
こ
ゝ

か
ら
も
明
瞭
と
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
西
漢
の
流
通
経
済
に
閲
す
る
研
究
は
'
も
っ
ぱ
ら
著
者
の
秦
漢

帝
国
史
の
構
想
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
'
常
時
の
商
品
経
済
の
基
本
的

な
性
格
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
少
い
.
し
か
し
わ
た
し
は
こ
ゝ
で
'
は

な
は
だ
素
朴
な
質
問
を
提
出
し
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
は
武
帝
の
政
策
に
よ
っ
て
'

そ
れ
ほ
ど
さ
か
え
た
民
間
の
商
工
業
が
あ
ま
り
に
も
ろ
-
没
落
し
き
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
で
あ
る
o
著
者
が
た
び
た
び
掠
り
と
こ
ろ
と
し
た
鼻
緒
の
上
奏
は
'

常
時
の
商
業
が
も
つ
菅
珍
品
商
業
性
と
授
磯
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
商
人
世
界
の
自
由
で
人
間
的
な
明
る
さ
は
､
専
制
融

合
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
ひ
き
つ
け
る
の
だ
が
､
反
惜
'
そ
の
本
質
に
ね
ぎ

す
暗
い
寮
の
あ
る
こ
と
も
'
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
商
業
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が
農
村
樫
務
と
農
民
樫
管
の
再
生
産
過
程
に
ど
れ
ほ
ど
根
を
お

ろ
し
'
敢
骨
の

襲
展
を
さ
さ
え
る
役
割
を
は
た
し
た
の
か
と
S.う
評
償
'
ま
た
商
品
経
済
に
封

す
る
等
制
国
家
や
豪
族
の
機
能
と
い
っ
た
問
題
に
も
か
か
わ
る
Q
も
ち
ろ
ん
大

鞘
費
都
市
の
周
遊
と
遠
隔
地
'
あ
る
い
は
地
方
的
差
蓬
も
間
轟
に
な
ろ
う
｡
こ

の
報
は
著
者
の
狙
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
'
商
品

経
済
の
歴
史
的
な
分
析
は
'
著
者
の
全
市
憩
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ

り
'
こ
の
勤
に
関
す
る
藤
井
宏
氏
の
指
摘

(東
洋
畢
報
三
六
の
1
㌧
新
安
商
人

の
研
究
‖
)
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
｡

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
六
､
七
草
で
あ
る
.
大
草
は
蹟
漢
志
に
あ
る
受
挙
例
を

校
勘
し
'
さ
ら
に
延
卒
中
の
月
奉
支
給
例
と
比
較
し
て
'
月
俸
は
｢牛
銀
年
穀
｣

で
な
く

｢七
鏡
≡
鼓
｣
だ
と
結
論
し
た
も
の
七
七
葦
は
楊
聯
隆
が
こ
れ
を
批
判

し
て
､
｢牛
袋
年
賀
｣
の
原
則
は
ま
も
ら
れ
て
い
た
と
し
た
の
に
反
論
し
た
も
の

で
あ
る
.
著
者
は
九
章
算
術
に
よ
っ
て
'
粟
用
の
マ
ス
と
米
用
マ
ス
と
い
う
二

種
の
寸
ス
が
あ
っ
て
'
こ

れ
が
正
し
く
周
い
ら
れ
た
な
ら
ば
'
そ
の
術
数
は
某

で
あ
ろ
う
と
米
で
あ
ろ
う
と
資
質
に
お
い
て
襲
ら
な
3.と
し
た
が
､
そ
れ
で
は

屠
延
漢
闇
に
大
石
と
小
石
が
わ
ざ
わ
ざ
併
記
さ
れ
て
い
る
の
が
不
可
解
と
な
る
｡

こ

の
軸
か
ら
い
う
と
楊
説
も
強
く

正
否
は
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
.
こ
の
軸

に
つ
3,て
は
米
田
賢
次
都
民
が

｢居
延
漠
簡
と
そ
の
研
究
成
果
切
｣

(古
代
孝

三
の
二
)
で
ふ
れ
て
い
る
の
で
'
そ
れ
に
ゆ
す
り
た
い
O

第
三
の
グ
ル
ー
ブ
は
入
'
九
､
十
'
十

一
章
'
す
な
わ
ち
豪
族
と
貴
民
家
族
'

奴
隷
な
ど
に
関
す
る

一
連
の
研
究
で
あ
る
｡
十

1
章
は
戦
前
の
こ

の
方
面
の
代

表
的
研
究
の
1
で
'
今
度
の
改
訂
で
､
と
く
に

｢
五
口
の
家
｣
に
関
す
る
守
屋

美
都
雄
'
牧
野
巽
南
氏
の
批
判
の
解
答
と
し

て'
三
族
制
家
族
の
理
念
と
葺
態

と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

｡/し
か
し
漠
代
社
食
の
骨
格
と
も

い
う
べ
き
豪
族
に
つ
い
て
は
'
豊
富
な
賢
料
で
そ
の
輪
軒
は
明
か
に
さ
れ
た
が
,

内
部
の
構
造
と
性
格
と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
の
こ
さ
れ
て
わ
た
O
戦
後
に
牽

表
さ
れ
た
西
嶋
定
生
民
の
研
究
は
'
こ
の
潟
畢
界
に
衝
撃
的
な
影
響
を
輿
え
'

そ
れ
が
九
'
十
章
の
研
究
と
な
っ
て
結
実
し
た
｡
九
章
は
興
味
深
々
た
る
王
嚢
.

の
韻
文

｢億
的
｣
の
研
究
で
'
テ
キ
ス
ト
の
吟
味
､
多
く
の
音
韻
研
究
の
成
果

を
利
周
し
た
校
勘
'
著
者
掲
椿
の
セ
ン
ス
に
あ
ふ
れ
た
邦
評
か
ら
は
じ
ま
り
'

｢億
｣
す
な
わ
ち
奴
隷
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
'
著
者
が
上
家
下
戸
制
と
名
す
け
る

豪
族
的
生
産
構
造
論
が
展
開
さ
れ
'
つ
き
に

｢約
｣
す
な
わ
ち
讃
文
形
式
か
ら

僅
約
を
検
討
し
'｢奴
隷
と
い
え
ど
も
自
己
の
運
命
に
関
す
る
警

告
樺
と
承
認
権

を
も
つ
｣
と
い
ぅ
法
論
理
と
'
そ
の
表
現
rJ
L
て
の

｢資
買
文
書
に
自
署
す
る

沫
習
慣
｣
の
存
在
を
願
窯
し
て
'
こ
の
何
人
も
が
承
知
し
て
い
る
形
式
論
理
が

あ
っ
た
れ
ば
こ

そ
'
こ
の

｢僅
約
｣
に
示
さ
れ
た
謹
文
の
内
容
と
の
問
の
ギ
ャ

ッ
プ
が
､
人
を
オ
カ
ツ
が
ら
せ
'
こ
の
文
聾
の
誼
刺
性
を
成
立
さ
せ
る
と
し
て

い
る
｡
そ
れ
故
僅
約
は
完
全
な
意
味
で
の
奴
隷
制
融
合
と
S
･う
よ
り
'
も
っ
と

人
間
的
な
祉
合
と
入
間
範
に
基
礎
を
お
-
な
の
と
さ
れ
る
.
こ

の
葦
は
さ
ら
に

｢億
約
｣
の
鞄
理
的
舞
台
と
し
て
の
四
川
地
方
の
経
済
と
'
荘
園
経
済
の
具
鰻
的

な
す
が
た
に
論
及
し
て
お
わ
る
.
僅
約
を
文
畢
性
の
面
と
証
合
的
経
済
的
資
料

と
し
て
の
面
の
交
錯
し
た
場
で
ほ
り
下
げ
た
あ
た
り
は
､
著
者
の
本
領
で
あ
り
'

す
べ
て
の
力
を
そ
そ
ぎ
こ
ん
だ
大
作
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
そ
れ
だ
け

に
こ
の
研
究
は
多
く
の
重
要
な
問
題
を
な
げ
か
け
て
お
り
､
三

二
の
軸
は
最
後

に
ふ
れ
る
こ
と
し
て
､
こ
ゝ

で
は
西
村
元
佑
氏
の
書
評

(史
林
三
七
の
二
)
千

五
井
直
弘
氏
の
書
評

(歴
史
拳
研
究

1
八
五
既
)
に
ゆ
す
-
た
い
.
な
お
こ

れ

に
つ
づ
く
十
葦
も
､
劉
氏
侯
家
の
系
譜
､
所
領
､
収
入
か
ら
そ
の
性
格
を
､

南

陽
地
方
の
経
済
的
軍
展
と
南
陽
豪
族
統
合
の
中
で
明
か
に
し
､
劉
秀
の
社
食
的

経
済
的
基
礎
を
鼻
腔
的
に
分
析
し
た
好
論
文
で
あ
る
｡

さ
て
最
後
の
グ
ル
ー
ブ
'
と
言
っ
て
も
十
二
章

一
つ
だ
が
'
こ
れ
は
後
渡
来
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か
ら
西
晋
と
い
う
エ
ポ
ッ
ク
に
生
き
た
士
人
'
著
者
に
よ
れ
ば
｢世
説
新
譜
人
｣

の
生
活
態
度
と
そ
の
歴
史
性
を
'
｢世
説
新
譜
｣
の
中
に
み
よ
う
し
た
も
の
で
あ

ち
.
著
者
に
よ
れ
ば
清
談
的
生
活
態
度
の
中
心
は
'
形
骸
化
し
た
後
漢
の
蔵
敷

に
反
射
し
た
虞
の
人
間
性
の
追
求
に
あ
っ
た
か
ら
'
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う

な
顛
蕨
で
は
な
-

て健
康
で
あ
-
'
道
家
思
想
に
も
と
す
く
と
い
う
よ
り
も
'

道
家
的
立
場
と
と
も
に
儒
教
的
立
場
を
も
ふ
く
ん
で
深
化
し
た
も
の
で
あ
り
'

国
家
と
政
治
に
対
し
て
'
自
律
性
と
人
間
性
を
晶
め
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ

の

章
に
つ
い
て
は
'
著
者
白
身
あ
と
が
き
て
､
｢夫
子
白
身
の
願
望
を
え
が
い
た
も

の
に
す
ぎ
な
3,㌧
と
の
非
難
は
さ
け
ら
れ
ぬ
｣
と
の
べ
て
い
る
が
t
L
か
し
こ

の
草
に
あ
ら
わ
れ
た
見
解
は
'
著
者
の
構
想
の
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
の
一
で

あ
っ
て
'
運
に
い
え
ば
も
っ
と
も
著
者
ら
し
い
研
究
だ
と
思
わ
れ
る
.

×

×

×

×

以
上
の
紹
介
と
'
本
害
の
章
だ
て
そ
の
も
の
を
み
て
も
ら
え
ば
'
著
者
の
構

想
は
ほ
ぼ
明
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
最
後
に
ま
わ
し
た
第
二
章
を
簡

単
に
紹
介
し
っ
つ
､
の
こ
し
て
お
い
た
し
こ
く
大
難
把
な
わ
た
く
し
の
疑
問
鮎

を
あ
げ
て
お
き
た
い
｡

著
者
に
よ
れ
ば
'
秦
漢
音
代
帝
国
TQ
成
立
は
'
榎
本
光
雄
氏
な
ど
に
よ
っ
て

解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る

一
種
の
都
市
国
家
､
著
者
の
い
わ
ゆ
る

｢邑
制
国
家
｣
と
'

そ
の
基
礎
に
あ
る
氏
族
制

(小
宗
的
大
家
族
制
)
社
食
を
前
提
と
す
る
｡
こ
の

氏
族
は
春
秋
中
期
よ
旦

二
族
制
家
族
に
分
裂
し
て
ゆ
き
'
こ
ゝ
に
贋
汎
に
形
成

さ
れ
た

｢新
し
い
民
｣
の
層
は
'
早
熟
な
君
主

･
官
僚
制
国
家

-
戦
国
国
家
の

基
礎
と
し
て
組
織
さ
れ
た
.
新
し
い
民
の
主
鮭
は
掲
立
的
な

1
殴
農
民
'
商
工

民
層
で
あ
っ
た
が
､
や
が
て
こ
の
中
か
ら

｢
士
｣
の
階
層
が
分
化
し
は
じ
め
'

官
僚
層
の
母
性
と
な
る
｡
こ
の
君
主

･
官
僚
制
の
理
論
的
武
韓
と
な
っ
た
の
は

法
家
思
想
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
射
し
て
樗
拳
は
'
自
由
農
民
層
以
上
の
人
々
の

現
寛
の
家
族
生
活
か
ら
生
れ
た
モ
ラ
ル
'
根
本
は
人
間
性
の
平
等
範
に
立
つ
精

神
に
も
と
す
く
も
の
で
'
こ
の
人
間
原
理
が
､
個
人
か
ら
家
族

･
郷
村

･
国
家

そ
し
て
世
界
へ
と
捷
大
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
｡
漢
帝
国
は
秦
の
法
家
主

義
を
う
け
つ
ぐ
と
と
も
に
'
民
衆
か
ら
働
き
か
け
る
も
の
-
儒
家
の
馨
を
う
け

入
れ
て
'
こ
れ
を

1
に
し
た
｡
帝
国
構
成
の
1
万
の
極
に
天
子
が
あ
り
､
他
方

の
極
に
あ
る
民
が
こ
れ
を
支
持
L
t
か
れ
ら
の
あ
る
も
の
は
'
民
衆
の
モ
ラ
ル

を
扱
げ
て
官
僚
と
な
り
'
民
衆
の
モ
ラ
ル
を
反
映
し
た
法
に
よ
っ
て
行
政
を
執

行
し
た
｡
儒
家
的

=
沫
家
的
国
家
が
､
こ
の
よ
う
な
証
倉
的

･
精
碑
的
構
造
に

お

い
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
｡

し
か
し
儒
壁
が
公
羊
撃
と
い
う
､
帝
国
政
治
の
た
め
の
歴
史
暫
拳
と
し
て
現

わ
れ
'
地
主

･
豪
族
が
こ
の
儒
翠
で
官
僚
界
を
埼
占
す
る
よ
う
に
な
る
と
'
帝

桂
は
相
封
的
に
毅
化
し
て
ゆ
き
､
法
と
行
政
は
儒
拳
的
鰻
柴
主
義
に
止
揚
せ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
非
能
率

･
無
責
任
化
し
'
繕
架
は
迷
信
と
混
合
し
て
俗

流
化
し
'
形
式
化
L
t
無
気
力
に
な
っ
て
S.
っ
た
｡

1
万
豪
族
は

1
の
階
層
を

形
成
し
っ
つ
'
同
族
の
勢
力
と
経
済
力
'
政
治
力
に
よ
っ
て
貧
農
を
歴
迫
し
て

下
戸
と
L
t
茶
園
経
済
を
通
し
て
市
場
を
に
ぎ
り
'
帝
国
の
基
礎
た
る
民
の
暦

を
分
解
さ
せ
'
黄
巾
の
乱
に
よ
を
政
治
の
混
乱
と
と
も
に
自
ら
武
力
的
集
圏
を

形
成
し
て
､
帝
国
崩
壊
と
と
も
に
新
し
い
融
合
を
形
成
し
て
い
っ
た
.

さ
て
こ
1

で
わ
た
く
L
は
'
こ
ま
か
い
報
は
さ

てお
き
'
大
ま
か
な
二
三
の

瓢
に
つ
い
て
疑
問
を
塊
出
し
た
い
.
ま
す
琴

一
は

'春
秋
戦
国
の
動
乱
を
つ
ら

め
-
儒
家
的

=
法
家
的
国
家
の
形
成
過
程
と
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
つ
き
つ

め
て
言
っ
て
著
者
に
よ
れ
ば
'
漢
帝
国
は
そ
の
精
神
的
構
造
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
天
子
は
か
れ
以
外
の
す
べ
て
の
平
等
な
人
民

を
'
個
.々
に
つ
か
ん
で
帝
国
に
つ
な
ぐ
｡
こ
ゝ

で
は
官
僚
は
支
配
の
た
め
に
結

ヽ
ヽ

合
し
た
階
級
で
は
な
い
か
ら
､
天
子
を
天
子
た
ら
し
め
る
も
の
は
､
民
の
支
蒋
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と
忠
誠
心
以
外
に
は
な
h
o
そ
し
て
そ
の
支
持
を
つ
ち
か
っ
て
い
る
も
の
が
'

民
の
モ
ラ
ル
た
る
儒
畢
な
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
人
間
生
活
に
根
ざ
す
家
族
倫

理
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
け
れ
ど
も
そ
れ
を
雷
撃
化
し
､
政

治
理
論
化
し
'
法
に
反
映
せ
し
め
た
儒
挙
は
'
は
た
し
て
そ
の
ま
～

常
時
の

｢民
衆
の
整
｣
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
も
っ
ぱ
ら
士
-
官
僚
と
な
る
べ
き
目
的
で

形
成
さ
れ
た
儒
聾
の
徒
が
'
秦
の
支
配
に
反
撃
し
て
た
た
か
っ
た
と
し
て
も
'

そ
の
こ
と
と
'
｢
か
-
し
て
儒
聾
の
徒
の
髭
は
そ
の
ま
1

民
衆
の
馨
で
あ
っ
た
｣

と
す
る
こ

と
の
問
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
し
か
も
国
家

は
'
た
と
え
儒
聾
に
よ
そ
わ
れ
た
と
し
て
も
'
や
は
り
法
家
的
支
配
を
必
要
と

し
て
い
た
.
こ
ゝ

で
わ
た
し
は
'
冒
頭
で
ふ
れ
た
著
者
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に

関
す
る
疑
報
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
｡
で
は
そ
の
法
家
的
な
官
僚
制
支
配
は
ど

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

う
で
あ
る
か
｡
著
者
は
階
級
と
し
て
の
士
階
層
の
分
化
に
ふ
れ
'
そ
れ
は
経
済

ヽ的
に
は
自
作
の
自
由
農
民
と
'
｢
そ
れ
以
下
の
農
民
｣
の
分
化
を
意
味
し
た
と
い

う
O
と

の

｢そ
れ
以
下
｣
と
い
う
の
が
判
然
と
し
な
い
が
t
も
し
こ
れ
が
〃
土

地
の
喪
失
し
た
山
と
い
う
意
味
な
ら
ば
､
そ
の
母
盟
が
そ
も
そ
も
自
由
農
民
層

を
主
鰹
と
す
る

｢新
し
い
民
｣
な
の
だ
か
ら
'
常
然
他
方
に
か
れ
ら
を
吸
収
す

る
地
主
の
成
長
が
考
え
ら
れ
る
は
ず
な
の
だ
が
'
こ
の
段
階
で
は
地
主
の
こ
と

は
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
｡

ま
た
土
地
喪
失
と
い
う
の
で
な
い
の
な
ら
､

こ
の

｢階
級
と
し
て
｣
の
分
化
は
'
｢経
済
的
｣
に
は
'
そ
の
母
体
と
ど
う
い
う
関
係

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
士
が

｢翠
間
と
個
人
的
修
養
と
'
官
僚
と
し
て
の

俸
給
生
活
だ
け
を
目
的
と
す
る
｣
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
'
邑
制
国
家
で
す
で
に

草
生
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
階
級
支
配
は
､
君
主

1
人
を
の
ぞ
い
て
消
滅
し
て

し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
｡

疑
問
の
第
二
鮎
は
'
帝
国
支
配
の
内
部
に
成
長
し
て
く
る
豪
族
に
つ
い
て
で

あ
る
｡
第

二

豪
族
を
帝
隣
支
配
の
矛
盾
物
と
す
る
著
者
の
規
定
が
'
帝
国
の

構
造
に
関
す
る
上
述
の
疑
問
と
む
す
ぴ
つ
い
て
-
る
の
だ
が
'
第
二
に
そ
の
上

家
下
戸
制
と
3,ぅ
生
豪
構
造
と
奴
隷
制

･
小
作
制
経
営
の
分
析
に
つ
い
て
は
'

畢
界
に
大
き
な
反
響
を
よ
ぴ
､
溝
口
重
囲
氏

(中
国
史
上
の
古
代
融
合
問
題
に

関
す
る
覚
書
､
山
梨
大
草
畢
垂
畢
部
研
究
報
告

四
)'
天
野
元
之
助
氏

(中
国

育
代
史
家
の
諸
説
を
許
す
'
歴
史
畢
研
究

一
八
〇
競
)
ら
の
批
判
が
明
か
に
さ

れ
て
お
り
'
ま
た
前
掲
五
井
氏
の
書
評
も
主
力
を
こ
ゝ

に
そ
1

わ
で
い
る
の
で
'

こ
ゝ
に
-
り
か
え
す
必
要
は
な
い
と
思
う
.
.
要
す
る
に
著
者
の
数
量
的
計
算

に
し
た
が
っ
て
も
'
奴
隷
制
は
小
作
制
よ
り
は
る
か
に
有
利
で
あ
り
'
他
方
で

は

｢容
易
に
ド
レ
イ
化
す
る
階
級
｣
と
し
て
貧
農
層
が
没
落
の
茨
に
た
え
や
あ

ら
わ
れ
て
S.た
し
'
さ
ら
に
豪
族
は
強
大
な
経
済
力
の
み
な
ら
ず
政
治
力
を
有

し
て
い
た
の
だ
が
､
に
も
か
か
わ
ら
ず
奴
隷
制
が
牽
達
し
な
か
っ
た
こ
と
を
､

奴
隷
の
財
産
許
贋
額
や
'
純
粋
に
経
済
的
な
萱
買
値
路
の
高
さ
か
ら
の
み
説
明

す
る
こ
/rU
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
著
者
の
よ
う
な
歴
史
家
が
'
こ
の
種
の
問

題
を
､
歴
史
的

･
証
骨
的
燦
件
を
捨
象
し
た
純
粋
な
経
済
的

･
数
量
的
な
関
係

に
遺
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
嗣
得
で
き
な
い
｡
奴
隷
制
が
制
約
さ
れ
た
と
す
れ

ば
'
そ
の
膝
件
は
済
代
農
村
融
合
の
経
済
的
な
族
件
'
あ
る
い
は
政
治
的

･
証

合
的
な
力
関
係
な
ど
か
ら
も
考
察
さ
れ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
L
t
そ
こ
に
お
S,て
豪
族

の
内
部
で
奴
隷
制
と
か
ら
み
あ
っ
て
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
小
作
制
の
歴
史
的

性
格
も
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
.
こ
の
報
に
関
す
る
わ
た
し
の
考
え
は
'
拙
稿

(漢
代
土
地
所
有
制
に
つ
い

て'
大
阪
市
大
経
済
拳
年
報

五
)
で
も
の
べ
て
お

い
か
が
'
む
し
ろ
こ
-
で
注
目
し
な
や
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
､
こ
の
よ
う
な
生
産

構
造
の
理
解
が
'
著
者
に
あ
っ
て
は
'
さ
き
の
漢
帝
国
の
精
神
的
構
造
や
儒
聾

に
つ
い
て
の
考
え
'
そ
し

て
｢億
的
｣
と
3,ぅ
文
聾
作
品
の
敵
倉
的
性
格
の
分

析
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
･̂

か
ら
'
奴
隷
に
み
う
り
し
た
の
ち

ヽ
ヽ

の
仕
事
の
内
容
に
つ
S,て
'
奴
隷
は
撃
育
種
と
承
認
権
を
法
的
論
理
と
し
て
も
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っ
､
と
い
う
憤
定
が
導
か
れ
て
く
る
の
だ
が
'
こ
れ
は
奴
隷
の
本
質
か
ら
み

て'

い
さ
さ
か
飛
躍
を
ふ
く
ん
だ
慣
定
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
傾
定
は
も
っ
と
普
通
に
'

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
奴
隷
使
用
に
つ
い
て
の
融
合
通
念
や
な
ら
わ
し
に
お
き

か
え
る
こ
と
も
で
き
'
謹
文
に
封
す
る
奴
隷
の
自
署
は
'
た
と
え
こ
れ
を
み
と

め
る
と
し
て
も
'
仁
井
田
塵
氏
の
指
摘
さ
れ
た
儒
学

芸

け
る
人
間
尊
重
主
義

の
本
質
'
あ
る
い
は
中
国
に
お
け
る
自
責
奴
隷
の
問
題
と
開
運
さ
せ
て
と
け
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
著
者
は
'
漢
代
の
奴
隷
の
す
が
た
に
ヒ
ュ
ー

マ

ン
な
も
の
を
み
い
だ
L
t
そ
こ
か
ら
漠
代
社
食
の
基
本
的
な
性
格
を
も
規
定
し

ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は

一
面
で
は
奴
隷
の
本
質
に
た
い
す
る

若
干
の
飛
躍
的
な
恨
窯
を
ふ
く
み
'
他
面
で
は
､
奴
隷
制
証
禽
に
か
ん
す
る
理

解
に
お
い
て
､
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー

マ
の
古
典
的
な
す
が
た
を
つ
よ
-
意
識
し
す

ぎ
て
い
る
の
で
は
な
3,か
t
と
患
わ
れ
る
.
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
提
出
さ
れ
た
ゆ

た
か
な
問
題
は
'
今
後
の
研
究
の
後
尾
に
重
要
な
役
割
を
は
た
す
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
'
本
書
に
お
け
る
経
所
的
計
算
の
問
題
は
'
中
国
古
文
献
の
教
的
資

料
の
い
く
つ
か
の
矛
盾
や
'
現
寛
性
に
関
す
る
疑
鮎
か
ら
み
て
'
な
お
多
く
の

問
題
を
ふ
く
ん
で
S
,る
｡
と
-
に
仮
説
的
数
値
を
も
と
し
た
演
輝
や
乗
除
と
な

る
と
'
全
く
そ
の
感
が
つ
よ
い
O
そ
れ
故
批
判
も
多
く
'
数
拳
的
誤
謬
を
の
ぞ

い
て
も
'
第

1
こ
れ
ら
の
中
の
基
礎
資
料
た
る
李
噂
の
詮
に
つ
い
て
は
藤
井
氏

が
'
武
帝
の
鞄
畝
改
割
に
つ
い
て
は
'
溝
口
'
天
野
両
氏
が
反
論
し
て
お
り
'

こ
れ
は
農
民
家
計
'
畝
の
賓
面
積
'
畝
嘗
り
平
均
収
量
か
ら
都
市
人
口
推
計
な

ど
'
あ
ら
ゆ
る
画
に
決
定
的
な
影
響
を
輿
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
今
後
の
諸

先
聾
の
考
究
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

本
書
を
よ
ん
で
つ
よ
-
感
じ
た
こ
と
は
'
著
者
の
視
角
が
社
食
経
済
史
の
せ

ま
い
枠
に
と
じ
こ
も
ら
ず
'
｢贋
い
意
味
で
の
文
化
｣
史
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
か
ら
あ
て
ら
れ
た
照
明
は
'
生
命
を
喪
失
し
た
構
造
論
で

は
つ
か
め
な
い
歴
史
の
具
鮭
的
な
映
像
を
う
か
び
上
ら
せ
た
が
､
七
の
映
像
を

も
っ
と
全
鰹
的
な
正
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
'
そ
の
た
め
に
は
さ
ら

に
臭
っ
た
視
角
か
ら
す
る
多
く
の
研
究
者
の
協
力
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
紹
介
も
こ
う
し
た
ね
か
い
の
1
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
が
'
そ
れ
だ
け

に
著
者
の
ユ
ニ
ー
ク
な
'
そ
し
て
優
れ
た
業
績
に
射
し
て
'
わ
た
く
し
の
紹
介

や
問
題
振
出
の
し
か
た
は
､
蕪
雑
で
か
つ
あ
や
ま
っ
て
い
な
い
か
'
ふ
か
く
お

′

そ
れ
て
い
る
｡
ま
た
日
頃
親
し
く
数
え
を
う
け
て
い
る
間
柄
に
あ
ま
え
て
'
非

鰻
に
あ
た
っ
た
鮎
が
少
-
な
い
と
す
れ
ば
'
最
後
に
ふ
か
く
か
わ
び
し
た
3
.0

(河
地
霊
造
)
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